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自
分
は
現
代
の
画
家
中
に
岸
田
君
ほ
ど
明
ら
か
な
「
成
長
」
を
示
し
て
い

る
人
を
知
ら
な
い
。
誇
張
で
な
く
岸
田
君
は
一
作
ご
と
に
そ
の
美
を
深
め
て

行
く
。
こ
と
に
こ
の
四
、
五
年
は
我
々
を 

瞠  

目 

ど
う
も
く

せ
し
め
る
よ
う
な
突
破
を

年
ご
と
に
見
せ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
成
長
、
突
破
が
年
ご
と
に
迫
り
行

く
と
こ
ろ
は
、
た
だ
偉
大
な
古
典
的
作
品
に
の
み
見
ら
れ
る
無
限
の
深
さ
、

底
知
れ
ぬ
神
秘
感
、
崇
高
な
気
品
、
清
朗
な
自
由
、
荘
重
な
落
ち
つ
き
で
あ

る
。
自
分
は
正
直
に
白
状
す
る
が
去
年
美
術
院
の
展
覧
会
で
初
め
て
ル
ノ
ア

ル
の
原
画
を
見
た
と
き
に
も
、
岸
田
君
の
不
思
議
に
美
し
い
「
毛
糸 

肩  

掛 

か
た
か
け

せ
る
麗
子
像
」
を
見
た
時
ほ
ど
は
動
か
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
が
、
自
分
は
こ
こ
で
岸
田
君
の
画
を
批
評
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
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た
だ
、
君
の
近
著
の
『
芸
術
観
』
に
つ
い
て
一
、
二
の
感
想
を
語
ろ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
集
に
お
い
て
岸
田
君
は
、
優
れ
た
る
画
家
で
あ
る

と
と
も
に
ま
た
優
れ
た
る
「
思
索
家
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
思
索

は
君
の
画
と
同
じ
く
深
い
洞
察
に
充
た
さ
れ
、
君
の
画
と
同
じ
く
不
思
議
な

生
を
捕
え
て
い
る
。
も
と
よ
り
自
分
は
こ
こ
に
説
か
れ
た
「
思
想
」
が
岸
田

君
の
画
の
根
柢
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
岸
田
君
の
画
の
根
柢
は
、
君

の
語
を
か
り
て
言
え
ば
、
君
自
身
の
「
内
な
る
美
」
で
あ
る
。
「
精
神
」
で

あ
る
。
そ
の
「
内
な
る
美
」
、
「
精
神
」
が
、
線
と
色
と
を
も
っ
て
す
る
表

現
手
段
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
ず
に
、
　
　
あ
る
い
は
こ
の
表
現
手
段
に
よ
っ

て
現
わ
さ
れ
得
な
い
も
の
を
持
つ
ゆ
え
に
、
　
　
概
念
と
論
理
と
を
も
っ
て

す
る
他
の
表
現
手
段
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
こ
れ
ら
の
思
想
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が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
我
々
は
こ
れ
を
、
君
の
画﹅
と﹅
並﹅
ん﹅
で﹅
存
在

す
る
精
神
の
表
現
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
意
味
で
こ
こ
に
は
一
人
の

画
家
の
、
画
に
よ
っ
て
直
接
に
は
現
わ
さ
れ
得
な
い
さ
ま
ざ
ま
の
優
れ
た
感

情
、
信
念
、
洞
察
な
ど
が
伺
わ
れ
る
。
そ
れ
は
人
と
し
て
の
岸
田
君
の
切
実

な
内
生
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
が
、
同
時
に
ま
た
我
々
は
こ
れ
を
、
製
作
家

の
書
い
た
美
学
上
の
論
文
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
製
作
の
心
理
」
を
明
ら
か

に
し
得
る
可
能
の
最
も
多
い
論
文
と
し
て
、
取
り
扱
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ

の
意
味
で
も
自
分
は
こ
れ
ら
の
論
文
が
深
い
暗
示
に
富
ん
だ
価
値
の
高
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
感
ず
る
。
そ
れ
は
美
学
者
に
と
っ
て
よ
き
反
省
の
機
会
を

与
え
る
と
と
も
に
、
美
術
家
に
と
っ
て
も
力
強
い
教
示
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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岸
田
君
の
暗
示
に
富
ん
だ
無
数
の
観
察
を
一
々
紹
介
す
る
こ
と
は
容
易
で

な
い
。
が
、
美
術
家
と
し
て
の
岸
田
君
の
理
想
・
信
念
は
、
君
の
生
活
の
根

本
の
力
で
あ
り
、
ま
た
美
術
家
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
ゆ
え
に
、

ま
ず
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
画
家
と
し
て
の
岸
田
君
の
理
想
・
信
念
に
は
、
「
人
と
し
て
」
の
岸
田
君

の
本
質
的
要
求
が
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
。
我
々
は
こ
こ
に
享
楽
的
浮
浪
人
と

し
て
の
画
家
、
道
義
的
価
値
に
無
関
心
な
官
能
の
使
徒
と
し
て
の
画
家
を
見

ず
し
て
、
人
類
へ
の
奉
仕
・
真
善
美
の
樹
立
を
人
間
最
高
の
目
的
と
す
る
人

類
の
使
徒
と
し
て
の
画
家
を
見
る
。
も
と
よ
り
画
家
で
あ
る
限
り
、
そ
の
奉

仕
は
「
美
」
へ
の
奉
仕
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
画
家
は
「
美
」
へ

の
奉
仕
が
、
「
真
」
へ
の
奉
仕
、
「
善
」
へ
の
奉
仕
と
と
も
に
、
真
実
の
人

6『劉生画集及芸術観』について



類
へ
の
奉
仕
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
う
し
て
そ
れ
が
自
己
の
任
務
づ
け
ら
れ
た
、

自
己
の
分
担
し
得
る
人
類
へ
の
奉
仕
で
あ
る
こ
と
を
、
明
白
に
自
覚
し
て
い

る
。
こ
の
自
覚
を
岸
田
君
は
切
実
な
る
内
生
の
告
白
と
し
て
表
現
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
美
へ
の
奉
仕
は
す
な
わ
ち
人
類
へ
の
奉
仕
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
芸

術
の
た
め
の
芸
術
と
人
類
の
た
め
の
芸
術
と
は
別
物
で
な
い
。
こ
の
考
え
を

深
く
裏
づ
け
る
も
の
は
「   
人      

類   
メ
ン
シ
ュ
ハ
イ
ト

」
の
理
念
イ
デ
エ
で
あ
る
が
、
し
か
し
岸
田

君
は
こ
の
理
念
に
つ
い
て
詳
し
く
語
っ
て
は
い
な
い
。
時
に
は
人
類
を
地
球

上
の
人
間
の
総
体
と
考
え
る
。
す
る
と
、
「
少
数
の
人
に
し
か
深
い
美
は
見

え
な
い
の
な
ら
、
美
が
何
で
人
類
の
喜
び
か
と
思
い
た
く
な
る
」
と
い
う
懐

疑
が
起
こ
っ
て
来
る
。
し
か
し
こ
の
懐
疑
は
「
人
類
」
の
意
義
が
量
か
ら
質
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に
、
物
質
か
ら
意
味
価
値
に
移
さ
れ
る
と
き
、
た
ち
ま
ち
に
脱
却
せ
ら
れ
る
。

で
君
は
、
一﹅
般﹅
の﹅
人﹅
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
淋
し
さ
が
「
美
へ
の
奉
仕
」

を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
い
払
わ
れ
る
こ
と
を
説
く
。
「
美
術
家
は
個

人
に
奉
仕
す
る
よ
り
も
、
美
に
奉
仕
す
れ
ば
い
い
の
だ
。
一﹅
般﹅
の﹅
人﹅
に
通
じ

る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
人﹅
類﹅
の
美
の
事
業
に
役
に
立
つ
の
か
否
か

と
い
う
事
が
大
切
な
の
だ
」
と
い
う
。
こ
こ
に
「
人
類
」
は
明
ら
か
に
一
つ

の
理
念
と
し
て
意
味
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
お
岸
田
君
の
「
自
然
」
の

考
え
方
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
自
然
は
そ
れ
自
身
に
は
「
心
な
き
物

質
」
で
あ
る
。
価
値
な
き
存
在
で
あ
る
。
た
だ
人
間
の
「
心
」
の
み
が
「
世

界
じ
ゅ
う
で
盲
目
か
ら
さ
め
た
唯
一
の
存
在
」
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
価
値

は
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
。
自
然
に
お
い
て
人
間
が
美
を
感
ず
る
の
は
人
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間
が
自
ら
の
内
に
あ
る
美
を
自
然
物
に
投
げ
か
け
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
自
然
の
美
と
は
、
「
無
常
無
情
の
自
然
物
と
人
間
の
心
と
が
合
致
し
て
生

ま
れ
た
暖
か
き
子
供
」
で
あ
る
。
人
は
自
然
に
お
い
て
美
を
感
ず
る
瞬
間
に
、

す
で
に
自
ら
「
製
作
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
を
押
し
進
め
て
行

け
ば
、
同
じ
事
が
人
間
自
身
の
肉
体
に
つ
い
て
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
肉
体

そ
れ
自
身
は
自
然
物
で
あ
っ
て
価
値
が
な
い
。
そ
の
形
、
質
量
、
な
ど
に
お

い
て
感
ぜ
ら
れ
る
美
し
さ
は
、
人
間
の
心﹅
の﹅
「
製
作
」
で
あ
っ
て
、
肉
体
の

も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
進
ん
で
美
的
価
値
以
外
の
価
値
を
問
題
と
す
る
時

に
も
、
同
じ
事
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
人
間
に
お
い
て
感
ぜ
ら
れ

る
一
切
の
価
値
は
、
喜
び
も
苦
し
み
も
悲
し
み
も
、
す
べ
て
心
の
所
産
で
あ

っ
て
自
然
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
考
え
を
も
っ
て
「
人
類
」
を
意
味
づ
け
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る
時
、
そ
れ
は
初
め
て
明
白
な
内
容
を
得
る
の
で
あ
る
。
動
物
学
的
に
類
別

せ
ら
れ
た
「
人
類
」
は
自
然
物
で
あ
っ
て
、
価
値
と
は
関
係
が
な
い
。
が
、

我
々
が
奉
仕
す
べ
き
対
象
と
し
て
の
「
人
類
」
は
、
「
心
な
き
物
質
」
で
は

な
く
し
て
、
真
善
美
の
樹
立
を
そ
の
事
業
と
す
る
大
い
な
る
「
心
」
で
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。

　
自
分
は
岸
田
君
が
こ
の
事
を
感
じ
て
人
類
へ
の
奉
仕
を
説
い
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
理
解
な
き
徒
輩
と
は
い
か
ら
し
ば
し
ば
空
虚
な
言
葉
と
し
て
受
け
取
ら
れ

て
い
る
「
人
類
」
な
る
も
の
は
、
理
解
あ
る
人
に
と
っ
て
切
実
な
る
現
前
の

実
在
で
あ
る
。
た
だ
人
は
こ
の
実
在
を
理
解
し
得
る
た
め
に
、
空
間
的
、
物

質
的
、
数
量
的
の
考
え
方
を
捨
て
て
、
純
粋
な
意
味
価
値
の
世
界
を
直
視
し

得
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
は
過
去
現
在
を
通
じ
て
数
限
り
の
な
い
人
間
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が
そ
の
生
命
を
投
入
し
、
そ
の
精
神
を
さ
さ
げ
て
実
現
に
努
力
し
た
大
い
な

る
「
価
値
の
体
系
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
現
前
に
輝
き
、
我
々
が
心
を

も
っ
て
動
く
限
り
、
我
々
を
指
導
す
る
。
こ
の
価
値
の
体
系
の
創
造
者
こ
そ

は
「
人
類
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
善
美
に
分
別
せ
ら
れ
得
る
あ
ら
ゆ
る
価
値

を
、
欲
し
造
り
支
持
す
る
。
こ
の
人
類
の
前
に
あ
っ
て
は
、
生
物
学
的
に
意

味
せ
ら
れ
た
民
族
の
別
の
ご
と
き
は
根
本
の
問
題
で
は
な
い
。
我
々
が
エ
ジ

プ
ト
の
彫
刻
に
接
し
て
、
そ
の
不
思
議
な
生
き
た
感
じ
に
打
た
れ
る
と
き
、

我
々
は
真
実
に
エ
ジ
プ
ト
人
の
血
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
『
イ
リ
ア

ス
』
を
読
ん
で
そ
の 

雄  

渾  

清  
朗 

ゆ
う
こ
ん
せ
い
ろ
う

な
美
に
打
た
れ
る
と
き
、
我
々
は
真
実

に
ギ
リ
シ
ア
人
の
血
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
そ
我
々
は
人﹅
類﹅
の﹅

内﹅
に﹅
生
き
人﹅
類﹅
の﹅
意﹅
志﹅
を
意
志
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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「
人
類
」
が
か
く
の
ご
と
き
永
遠
に
し
て
現
前
せ
る
創
造
者
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
我
々
が
心
を
も
っ
て
す
る
一
切
の
製
作
は
、
こ
の
人
類
の
意
志
を
現
わ

れ
し
む
る
こ
と
に
帰
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
類
へ
の
奉
仕
と
は  

畢    

ひ
っ
き
ょ

竟  う
こ
の
意
志
の
実
現
を
我
々
の
生
の
最﹅
高﹅
の﹅
目﹅
的﹅
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
真
善
美
の
創
造
を
欲
す
る
人
類
の
使
徒
と
し
て
、
美
の
王
国
を
、

美
の
た
め
の
美
を
、
芸
術
の
た
め
の
芸
術
を
、
創
造
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、

直
ち
に
人
類
へ
の
奉
仕
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
は
か
く
解
せ
ら
れ
る
と
き
そ
の
最
奥
の
意
味
を
発

揮
す
る
。
も
し
こ
の
言
葉
が
芸
術
家
の
楽
屋
落
ち
を
弁
護
す
る
た
め
に
、
す

な
わ
ち
「
芸﹅
術﹅
家﹅
の
た
め
の
芸
術
」
の
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
こ
の
言
葉
を
真
実
に
生
か
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
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自
分
は
美
の
王
国
へ
の
情
熱
が
岸
田
君
の
生
活
の
中
核
と
な
り
、
そ
の
製

作
に
人
類
的
事
業
と
し
て
の
覚
悟
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
愉
快
に
思

う
。
「
人
類
」
を
口くち
に
す
る
こ
と
は
近
ご
ろ
の
流
行
で
あ
る
。
し
か
し
真
実

に
「
人
類
」
を
感
じ
て
い
る
も
の
が
、
我
々
の
前
に
ど
れ
ほ
ど
あ
る
だ
ろ
う
。

人
類
を
自
己
の
内
に
切
実
に
感
ず
る
と
き
、
価
値
の
階
級
は
初
め
て
如
実
に

感
得
せ
ら
れ
る
。
低
劣
な
る
価
値
に
没
頭
し
て
一
切
の
高
き
価
値
に
無
関
心

な
る
雰
囲
気
に
お
い
て
は
、
価
値
は
明
ら
か
に
逆
倒
せ
ら
れ
人
類
の
意
志
は

歪いび
つに
せ
ら
れ
て
い
る
。
岸
田
君
の
い
わ
ゆ
る
「
世
界
の
美
術
の
病
気
」
と
は

こ
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
人
類
の
意
志
を
明
ら
か
に
し
、
真
実
の
価
値
の
階

級
を
樹
立
す
る
こ
と
は
、
大
い
な
る
価
値
の
実
現
の
た
め
に
、
従
っ
て
人
類

の
た
め
に
、
目
下
緊
急
の
大
事
で
あ
る
。
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な
お
岸
田
君
の
著
書
に
著
し
い
「
内
な
る
美
」
、
「
装
飾
」
、
「
写
実
」

等
の
考
え
方
に
つ
い
て
も
、
一
言
付
加
し
て
お
く
必
要
を
感
ず
る
。
岸
田
君

が
内
な
る
美
の
直
接
に
現
わ
さ
れ
た
も
の
を
装
飾
と
し
、
自
然
に
触
発
せ
ら

れ
て
現
わ
さ
れ
た
も
の
を
写
実
と
す
る
見
方
は
、
き
わ
め
て
興
味
の
深
い
も

の
で
あ
る
。
こ
と
に
写
実
の
「
実
」
に
つ
い
て
、
自
然
の
「
事
実
」
と
「
真

実
」
と
を
区
別
し
た
こ
と
は
、
君
の
作
画
の
態
度
と
照
合
し
て
注
目
に
価
す

る
。
一
般
に
意
味
せ
ら
れ
て
い
る
写
実
と
は
、
「
事
実
」
を
写
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
芸
術
の
名
に
価
す
る
写
実
は
「
真
実
」
を
写
し
た
も
の
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
の
「
真
実
」
は
写
す
人
の
心﹅
の﹅
内﹅
に
あ
る
。
同
じ

自
然
を
写
し
て
も
こ
の
真
実
の
現
わ
れ
た
も
の
と
現
わ
れ
な
い
も
の
と
が
あ

る
の
は
、
写
す
人
の
心
の
内
に
真
実
が
あ
る
と
な
い
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
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る
。

　
が
、
か
く
見
る
と
き
に
は
、
君
の
区
別
し
た
装
飾
と
写
実
と
は
、
さ
ら
に

根
本
的
な
区
別
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
装
飾
は
内
な
る
美
の
直
接
の

表
現
で
あ
る
。
写
実
も  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

内
な
る
美
の
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い

て
内
な
る
美
の
真
実
と
虚
偽
と
が
、
深
と
浅
と
が
、
一
切
の
美
術
の
価
値
を

規
定
す
る
。
建
築
は
君
に
よ
れ
ば
装
飾
美
術
で
あ
る
。
が
、
こ
の
装
飾
美
術

に
も
ま
た
真﹅
実﹅
と
虚﹅
偽﹅
は
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
関
係
は
自
然
を
写
し
た
美

術
に
実﹅
と
偽﹅
の
存
在
す
る
と
異
な
ら
な
い
。
君
は
自
然
主
義
の
作
家
の
製
作

に
は
「
内
な
る
美
が
な
い
」
と
い
う
。
も
し
こ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
内
な

る
美
の
「
真
実
」
と
「
虚
偽
」
と
の
区
別
を
、
内
な
る
美
の
「
あ
る
」
と

「
な
い
」
の
区
別
に
代
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
あ
る
」
と
「
な
い
」
の
区
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別
は
美
術
に
と
っ
て
最
も
根
本
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
「
真
実
」
と
「
虚
偽
」
、
あ
る
い
は
「
あ
る
」
と
「
な
い
」
の
区
別

が
、
我
々
に
芸
術
の real 

と unreal 

の
区
別
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
我

々
が
あ
ら
ゆ
る
偉
大
な
芸
術
は realism

 

で
あ
る
と
い
う
時
、
こ
の realism

（
こ
れ
を
写﹅
実﹅
主﹅
義﹅
と
訳
す
る
の
は
十
分
で
な
い
。
し
か
し
我
々
は
慣
例
に

従
っ
て
し
ば
し
ば
こ
の
言
葉
に realism

 

の
意
味
を
含
ま
せ
る
）
は
、
内
な

る
美
の
真
実
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
内
な
る
美
が
存
在
す
る
こ
と
を
、

意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ
が
自
己
を r

ealist 

と
呼
ん
だ
意
味
は
通
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
内
な
る
美
が
真
実
で
あ
る

時
に
の
み
画
家
は
自
然
に
お
い
て
真
実
を
見
る
。
内
な
る
美
が
真
実
で
あ
る

時
に
の
み
、
建
築
家
は
真
実
の
構
造
を
、
真
実
の
装
飾
を
、
作
り
得
る
。
す
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な
わ
ち
重
大
な
の
は
内
な
る
真
実
で
あ
っ
て
、
写
す
と
写
さ
な
い
の
別
で
は

な
い
。  

写    

実  

リ
ア
リ
ズ
ム

が
「
内
な
る
真
実
の
表
現
」
で
あ
る
と
言
い
得
ら
れ
る
な

ら
ば
、
装
飾
と
写
実
と
を
問
わ
ず
、
一
切
の
真
芸
術
は  

写    

実  

リ
ア
リ
ズ
ム

で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
に
お
い
て
自
分
は
「
写
実
」
な
る
語
の
多
義
に
注
意
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
内
な
る
真
実
の
表
現
を
意
味
す
る  

写    

実  

リ
ア
リ
ズ
ム

と
、
自﹅
然﹅
物﹅
に﹅
触﹅
発﹅
せ﹅
ら﹅

れ﹅
て
内
な
る
真
実
を
表
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
写
実
と
、
た
だ
単
に
自
然

の
外
形
を
の
み
写
す
こ
と
を
意
味
す
る
写
実
と
は
、
同
語
に
し
て
は
な
は
だ

し
く
意
味
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
岸
田
君
が
第
二
の
意
味
を
取
っ
て
こ
れ

を
装
飾
と
対
せ
し
め
た
こ
と
は
、
装
飾
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
点
に
お
い

て
暗
示
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
右
の
ご
と
く
「
写
実
」
の
意
義
の
多
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様
を
弁
別
し
お
く
こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
岸
田
君
の
論
文
集
が
自
分
に
与
え
た
感
銘
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

が
、
自
分
は
た
だ
こ
の
書
を
読
者
諸
君
に
推
薦
し
得
た
こ
と
に
満
足
し
て
筆

を
擱お
く
。
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